
帰
国
後
の
子
女
教
育
に
対
す
る
悩
み
と
提
言

私
の
息
子
の
場
合

原
稿
依
頼
を
受
け
ま
し
て
か
ら
、
月
刊
竿
あ
る
海
外
十
女
教
育
に
記
載

さ
れ
て
ぃ
る
随
想
を
参
考
に
牙
ま
し
た
が
、
皆
様
が
、
い
か
に
帰
国
後
の

子
女
の
国
語
教
育
の
立
ち
遅
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
。
フ
し
、
国
内
の
中
差
に

こ伍
し
て
高
校
課
程
に
進
学
さ
せ
る
べ
き
か
に
、
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
か
を
知

り
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
私
た
ち
の
悩
み
が
、
い
か
に
普
樫
を
帯
び
た
も
の

か
に
い
ま
さ
ら
な
が
ら
驚
き
、
以
下
、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
、
私
た
ち
の
子
供

の
場
合
(
次
男
は
小
学
低
学
年
で
、
問
題
も
比
較
的
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

長
男
に
焦
点
を
お
い
て
)
を
ご
報
告
し
、
何
ら
か
の
ご
参
考
に
な
れ
ぱ
と
、
あ
え

て
筆
を
進
ま
せ
る
し
だ
い
で
す
。

子
供
た
ち
が
初
め
て
外
国
の
土
を
踏
ん
だ
の
は
、
一
九
七
一
年
六
月
、
私

の
赴
任
地
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
し
た
。
当
時
長
男
は
五
歳
四
か
月
、
次
男
は

一
歳
と
八
か
月
で
し
九
。
そ
の
後
六
年
八
か
月
が
経
過
し
、
い
ま
だ
私
の
駐

在
任
期
は
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
年
二
月
末
に
、
家
族
の
先
得
風
を

さ
せ
る
決
意
を
致
し
ま
し
た
の
は
、
帰
国
後
の
教
育
問
題
爲
に
長
男
)
が
あ

つ
た
か
ら
で
す
。

家
族
に
さ
き
が
け
て
赴
任
し
た
私
が
住
居
本
趣
呂
し
た
場
所
は
、
マ
ン
ハ

ツ
タ
ン
か
ら
通
勤
に
一
時
冏
程
・
笈
す
る
郊
外
の
、
ホ
ワ
イ
ト
・
プ
レ
】
ン

ズ
で
し
た
。
あ
ま
り
日
本
人
家
族
が
隣
り
合
わ
せ
て
い
な
く
、
ア
メ
リ
カ
人

の
生
孫
境
の
中
に
人
っ
て
生
活
す
べ
き
だ
と
い
う
日
ご
ろ
の
私
の
主
張
ど

お
り
に
、
百
Ⅲ
帯
あ
る
ガ
ー
デ
ン
・
ア
。
ハ
ー
ト
の
巾
で
、
口
本
人
家
族
は
あ

と
一
所
帯
の
み
で
し
た
。
長
い
冬
か
ら
明
け
、
暑
い
夏
が
一
足
飛
び
に
や
っ

て
く
る
直
前
の
、
さ
わ
や
か
で
す
ぱ
ら
し
い
六
月
の
季
節
は
、
日
本
で
は
経
験

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
初
め
て
海
外
生
活
を
す
る
家
族
の
ア
メ
リ
カ
の

第
一
印
象
は
、
き
わ
め
て
満
足
な
も
の
で
し
た
。

九
月
か
ら
入
園
の
長
男
が
、
キ
ン
ダ
ー
・
ガ
ー
デ
ン
ま
で
の
三
か
月
閻
、
ア

ハ
ー
ト
や
近
所
の
子
供
九
ち
と
の
遊
び
で
学
ん
だ
英
語
は
、
そ
の
後
の
長
男

の
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
上
非
常
に
役
立
ち
、
有
意
義
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
0

そ
の
意
味
で
、
非
常
に
ス
ム
ー
ズ
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
わ
け
で
す
。
学
校
に

徒
歩
で
数
分
の
と
こ
ろ
κ
あ
る
ア
ハ
ー
ト
ま
で
の
往
復
の
冴
同
行
も
、
数

口
に
し
て
不
要
と
な
り
、
同
じ
年
ご
ろ
の
子
供
た
ち
と
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
通

学
す
る
毎
日
で
し
た
。
日
本
の
子
供
が
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
長
男
は
、

藤

田

將
之
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選
択
の
余
地
な
く
ア
メ
リ
カ
の
子
供
た
ち
と
英
語
で
話
さ
ね
ぱ
な
ら
ず
、
ま

九
担
任
の
先
生
の
、
親
切
で
忍
耐
強
い
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
も
あ
っ
て
、
彼
の

ア
メ
リ
カ
生
活
へ
の
順
応
性
は
全
く
驚
く
べ
き
速
さ
で
達
成
さ
れ
て
ゅ
き
ま

し
九
。

私
は
、
従
来
か
ら
、
教
育
は
亥
の
担
当
分
野
と
決
め
つ
け
て
お
り
ま
し
九

妻
か
ら
聞
く
ア
メ
リ
カ
の
学
校
倫
操
教
育
、
子
供
の
能
力
に
応
じ
た

が
、

ク
ラ
ス
分
け
、
授
業
の
進
め
方
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
全
て
満
足
の
ゆ
く
も
の

で
し
た
0
 
学
校
で
の
成
績
も
、
年
を
追
う
ご
と
に
向
上
し
ま
し
た
。
そ
ん
な

あ
る
日
、
子
供
が
も
ら
っ
て
き
た
ク
ラ
ス
の
黒
写
貪
(
を
見
て
驚
き
ま
し

た
0
 
二
十
数
人
の
ク
ラ
ス
で
、
黒
人
が
六
割
も
占
め
て
ぃ
る
で
は
あ
り
ま
せ

ん
カ
ノ
.

私
は
企
く
人
種
偏
同
童
右
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
ご
ろ
、
長
男
か
ら
黒

人
の
子
供
が
授
業
中
に
惡
ふ
ざ
け
を
し
て
勉
強
振
中
で
き
な
い
と
苦
佶
を

受
け
て
い
ま
し
た
し
、
日
本
人
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
の
と
こ
ろ
へ

学
校
か
ら
P
T
A
役
員
や
ら
ク
ラ
ス
マ
ザ
ー
の
依
頼
を
何
度
も
受
け
、
ほ
か

に
適
任
が
い
る
は
ず
な
の
に
と
不
思
穩
思
っ
て
ぃ
九
や
さ
き
だ
け
に
、
な

に
か
不
安
め
い
九
も
の
が
定
り
、
早
速
担
任
の
先
生
に
会
見
を
求
め
ま
し
九
。

長
年
教
育
に
た
ず
さ
わ
り
、
い
か
に
も
べ
テ
ラ
ン
と
い
っ
た
感
じ
の
黒
人

の
女
史
は
、
私
た
ち
の
訪
問
昌
的
を
じ
ゅ
う
ぷ
ん
に
予
期
さ
れ
て
お
り
、
言

葉
を
選
び
な
が
ら
も
転
校
を
す
す
め
る
由
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
い

へ
ん
シ
"
ツ
ク
で
し
た
。
理
由
は
、
早
校
区
域
が
広
ま
り
、
低
所
得
喜

集
地
も
カ
バ
ー
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
⇔
夫
婦
共
か
せ
ぎ
の
た
め
子
供
を
日

中
預
か
る
デ
ー
・
ケ
ア
・
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
思
っ
て
、
学
校
の
集
会
.
教

育
に
関
心
の
な
い
家
庭
が
少
な
く
な
い
。
国
学
力
水
準
は
他
校
に
較
べ
若
干

低
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

「
勉
強
は
環
境
も
必
要
だ
が
、
な
に
ょ
り
本
人
の
心
が
け
が
大
事
で
あ

る
」
こ
と
を
、
日
ご
ろ
子
供
を
し
つ
け
る
基
本
方
針
に
し
て
い
た
私
も
、
少
々

ろ
う
ぱ
い
し
ま
し
た
。
ア
。
ハ
ー
ト
の
闇
取
り
、
雰
鬮
気
や
一
父
通
の
便
等
、
私
本

位
に
住
居
選
び
を
し
九
私
の
判
断
が
甘
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
と
い

う
特
殊
環
境
に
い
て
、
そ
れ
に
な
じ
ん
で
い
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
ハ
ン
デ
ー
を
背

お
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
日
本
に
い
る
時
以
上
に
、
学
校
の
で
き
ご
と
、

子
供
の
教
育
に
関
心
と
時
冏
と
を
さ
く
べ
き
で
あ
っ
九
と
反
省
し
ま
し
た
。

熱
慮
の
末
、
転
校
、
転
居
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
五
年
生
か
ら
私
学
に

入
学
さ
せ
ま
し
九
。
簡
単
な
数
学
需
学
を
中
心
と
し
九
テ
ス
ト
を
受
け
、

入
校
の
手
続
き
を
終
え
ま
し
た
。

こ
の
学
校
は
、
幼
稚
園
か
ら
高
校
三
年
ま
で
の
一
貫
教
育
で
あ
り
、
全
員

大
学
進
学
す
る
学
校
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ビ
ー
校
へ
毎
年
卒
業
生
の
二

割
程
度
を
送
り
込
む
高
率
が
、
人
気
を
博
し
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
転
校

後
以
前
の
学
校
と
比
較
し
ま
す
と
、
 
H
個
性
の
発
拠
創
造
性
の
発
掘
と

育
成
を
教
育
指
導
の
基
本
方
針
と
し
て
い
る
。
⇔
広
く
国
際
的
視
野
.
体
験

を
尊
重
す
る
カ
リ
キ
ュ
一
フ
ム
が
組
ま
れ
て
い
る
。
国
十
五
名
程
度
の
少
ク
ラ

ス
編
成
。
四
父
兄
の
教
育
理
解
度
が
高
く
、
熱
心
で
あ
る
、
等
相
違
の
大
き

さ
に
驚
き
ま
し
た
。

現
在
六
年
生
の
長
男
は
、
途
中
入
学
の
ハ
ン
デ
ィ
も
取
れ
、
非
常
に
の
び

の
び
と
、
勉
強
に
、
ス
ポ
ー
ツ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
昨
年
か
ら
ラ
テ
ン

語
を
開
始
し
、
今
年
か
ら
第
三
語
学
の
選
択
が
始
ま
る
と
が
ん
ば
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
ま
ま
一
貫
し
て
大
学
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
習
得
さ
せ
た
い
と
思
い
悩

み
ま
し
九
が
、
私
の
任
期
が
あ
と
一
年
前
後
で
終
了
し
、
婦
国
す
る
と
予
知

,^,,...^^鳥.^ ^..^^、'^',^.島^闇,^、
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さ
れ
る
中
で
、
長
男
を
一
人
私
の
帰
国
後
も
滞
米
さ
せ
る
こ
と
は
、
財
政
的

に
も
慣
習
的
に
も
考
慮
の
余
地
が
う
す
く
、
む
し
ろ
日
本
の
中
学
校
が
開
始

す
る
四
月
に
問
に
合
う
よ
う
に
、
小
学
校
の
卒
業
を
断
念
し
て
帰
国
さ
せ
る

こ
と
に
決
定
さ
せ
ま
し
九
。

日
本
の
教
育
の
閉
鎖
性
、
国
際
化
の
立
ち
遅
れ
が
叫
ぱ
れ
、
乱
塾
時
代
の
弊

害
が
大
き
く
社
会
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
お
り
ま
す
が
、
将
来

の
日
本
社
会
で
の
長
男
の
進
路
(
企
業
が
国
内
大
学
卒
を
偏
重
採
用
す
る
体
制
下
で
)

な
ど
、
短
期
的
.
長
期
的
に
展
望
す
る
と
、
や
は
n
編
的
な
物
の
考
え
方

が
頭
を
も
た
げ
、
一
日
で
も
長
く
ア
メ
リ
カ
に
い
た
い
と
言
、
つ
長
男
の
望
み

を
無
視
し
て
、
中
一
ま
で
に
婦
国
さ
す
の
が
日
本
教
育
に
順
応
し
う
る
ギ
リ

ギ
リ
の
年
代
で
あ
る
と
い
う
先
輩
の
言
に
耳
を
傾
け
て
し
ま
う
の
で
す
0

小
学
二
年
の
次
男
と
競
い
な
が
ら
、
動
機
と
二
ー
ズ
に
乏
し
い
漢
字
を
暗

紀
す
る
長
男
が
、
疲
れ
た
か
ら
と
中
断
し
て
べ
ッ
ド
に
横
た
わ
り
な
が
ら
、

ア
レ
ッ
ク
ス
.
ヘ
ー
リ
ー
著
『
ル
ー
ツ
』
の
原
本
を
お
も
し
ろ
そ
う
に
読
ん

で
い
た
り
、
鹿
児
島
県
と
い
う
字
と
場
所
を
誓
る
の
に
た
い
へ
ん
な
の

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
孤
島
の
こ
と
ま
で
知
っ
て
い
る
、
日
本
人
と
し
て
は
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
な
知
譜
辿
遇
す
る
と
き
、
複
誓
気
持
ち
に
な
り
ま
す
0

「
そ
よ
そ
よ
と
吹
く
風
」
「
は
だ
寒
い
秋
の
感
触
」
「
寺
と
ぅ
っ
そ
う
た
る

森
」
と
い
う
表
現
か
ら
私
が
子
供
の
こ
ろ
抱
い
倫
感
や
心
に
ひ
び
く
感
動

は
な
く
、
寺
は
日
本
の
教
会
み
た
い
な
も
の
、
程
度
の
タ
ッ
チ
で
理
解
す
る

長
男
の
中
に
、
日
木
人
の
心
が
う
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
で
あ

り
、
子
於
と
っ
て
六
年
八
か
月
の
滞
米
は
何
を
意
味
し
九
の
だ
ろ
う
か
と

懐
疑
的
に
す
ら
な
り
ま
す
。

大
内
課
一
氏
が
、
一
九
七
七
年
九
月
号
の
海
舛
子
女
教
育
誌
の
中
で
、
「
帰

国
子
女
受
け
入
れ
高
校
に
お
け
る
展
望
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
二
つ
の
提
言

を
さ
れ
て
ぃ
る
。
一
つ
は
帰
国
子
女
の
九
月
入
学
制
で
あ
り
、
二
つ
目
は
国

際
化
さ
れ
矣
学
輩
適
性
共
通
試
験
の
実
施
と
出
願
資
格
制
で
あ
る
0
 
全

く
同
感
で
あ
り
、
賛
意
を
表
し
ま
す
。

私
は
さ
ら
に
一
つ
追
加
提
言
し
た
い
。
海
外
子
女
の
高
校
推
薦
入
学
制
の

実
施
で
あ
る
。
単
に
日
本
語
の
み
な
ら
ず
日
本
の
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
完

全
に
消
化
す
る
に
は
中
学
の
三
か
年
問
で
は
短
か
す
ぎ
、
む
り
や
り
つ
め
込

む
九
め
、
せ
っ
か
く
海
外
で
培
っ
た
貴
重
な
知
識
や
体
験
を
ほ
ご
忙
し
て
し

ま
う
傾
向
と
な
る
。
こ
れ
は
個
人
の
み
な
ら
ず
、
広
く
日
本
の
大
き
な
損
失

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
高
校
三
年
ま
で
の
六
年
問
を
か
け
、
海
外
で
培
っ

た
知
識
や
国
際
理
解
、
国
際
的
視
野
を
大
き
く
培
養
さ
せ
な
が
ら
日
本
社
会

に
順
応
さ
せ
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
国
際
交
流
、
国
際

主
義
教
育
を
大
き
な
特
色
と
す
る
同
志
社
が
卒
先
突
行
さ
れ
る
ぺ
く
、
前
向

き
の
早
急
な
ご
検
討
を
お
願
い
し
た
い
0

日
本
で
じ
ゅ
う
ぷ
ん
な
国
語
教
育
を
受
け
転
校
し
て
き
た
生
徒
と
、
一
日

た
り
と
も
日
本
で
通
学
の
経
験
の
な
い
私
の
子
供
と
で
は
、
日
本
語
の
理
解

度
の
格
差
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
補
習
校

で
、
下
か
ら
数
え
た
方
が
早
い
、
漢
字
の
テ
ス
ト
結
果
を
配
布
さ
れ
た
後

行
っ
た
先
生
の
質
問
に
私
の
長
男
だ
け
が
、
一
人
、
「
僕
は
死
ぬ
ま
で
ア
メ

り
力
に
い
た
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
そ
の
時
の
彼
の
く
や
し
さ
が
、
帰
国
し

て
ど
ぅ
増
幅
し
て
ゅ
く
か
、
気
が
か
り
な
の
は
私
た
ち
の
家
庭
の
み
で
じ
ゅ

う
ぷ
ん
だ
と
思
う
の
で
す
。

米
国
ビ
ー
コ
ン
社
派
邇
・
取
締
役
副
社
長
・
伊
藤
忠

商
轟
長
役
.
昭
和
三
十
六
年
大
学
法
学
部
卒
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一
外
人
教
師
の
み
た
同
志
社

日
本
の
大
学
と
ア
〆
り
力
の
大
学
の
間
に
は
多
く
の
相
違
が
あ
り
ま
す
0

ア
メ
リ
カ
の
大
学
が
九
月
に
始
ま
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
ぃ
ま
す
が
、
ニ

つ
の
国
の
大
学
の
組
織
上
の
相
違
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
ぃ
ま
せ

)し

ん
0
 
日
本
の
大
学
は
各
学
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
学
生
九
ち
は
学
部
の
学
科

に
入
る
九
め
に
入
学
俄
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
入
学
を
許
可
さ

れ
ま
す
と
、
学
生
六
ち
は
一
般
教
育
に
お
け
る
課
程
を
と
り
ま
す
が
、
そ
の

他
は
彼
の
学
部
の
コ
ー
ス
を
、
九
い
て
い
と
り
ま
す
。
他
の
学
矧
の
部
義
を

と
る
こ
と
は
あ
ま
り
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
一
つ
の
学
部
か
ら
他
の
学

部
に
移
り
た
い
と
思
っ
て
も
二
年
後
で
な
け
れ
ぱ
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
、
そ
う
学
部
別
に
分
か
れ
て
ぃ
ま

せ
ん
0
 
す
べ
て
の
学
生
が
一
っ
の
文
科
な
ら
び
に
理
科
大
学
に
入
学
し
、
入

学
し
て
か
ら
学
生
た
ち
は
専
攻
を
決
め
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
専
攻
を
変
更

す
る
こ
と
は
比
較
的
客
易
で
す
。
大
学
内
に
各
部
ご
と
の
枠
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
学
生
た
ち
は
自
分
の
専
攻
以
外
に
自
由
に
コ
ー
ス
を
と
る
こ
と
が
で

き
ま
す
0
 
普
通
、
そ
の
専
攻
ご
と
に
必
要
な
単
位
数
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、

1

専
攻
以
外
に
い
く
つ
か
の
単
位
を
と
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
わ

ゆ
る
一
般
教
育
課
程
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
大
彬
比
べ
て
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
、
学
生
六
ち
が
と
る
べ
き

コ
ー
ス
の
数
は
ず
っ
と
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
普
迦
、
学
生
た
ち
は
一
学
期
に

四
つ
か
五
っ
の
コ
ー
ス
を
と
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
コ
ー
ス
は
、
九
い
て
し

五
十
分
問
の
ク
ラ
ス
が
一
逓
三
回
も
た
れ
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
コ

ー
ス
に
つ
い
て
一
週
に
六
時
問
か
ら
七
時
間
倫
書
と
研
修
の
と
き
が
要
訥

さ
れ
ま
す
0
 
あ
る
と
き
は
、
も
っ
と
多
い
と
き
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
比

べ
て
同
志
社
の
場
貪
一
人
の
学
生
が
一
年
に
十
五
以
上
の
コ
ー
ス
を
一
度

に
と
る
こ
と
は
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
一
ク
ラ
ス
の
授
業
時
問

週
に
一
回
、
九
十
分
と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
最
初
の
二
年
間
で

はあ
る
一
般
教
育
課
程
に
お
い
て
、
こ
の
傾
向
は
顕
萃
あ
り
ま
す
。
多
少
の

例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
コ
ー
ス
は
何
ら
の
雫
川
や
凖
術
を
必
要
と
し

ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
相
違
は
、
大
学
側
の
学
生
に
対
す
る
期
待
に
も
あ
ら
わ
れ
て
ぃ

B
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ま
す
。
よ
く
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
は
入
学
し
や
す
い
が
、
そ
こ
で
勉
強
し
て

進
級
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
突
際
に
は
、
よ
い
大
学
に

入
学
す
る
こ
と
は
相
当
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
学
に
入

学
す
る
場
貪
特
定
の
入
学
試
鹸
を
受
け
ず
に
多
く
の
大
学
を
志
望
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ど
こ
か
の
大
学
に
入
る
こ
と
は
、
そ
う
困
難

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
は
、
高
等
学
校
で
行
わ
れ
る
全
国
的

な
テ
ス
ト
の
成
績
と
高
等
学
校
時
代
の
成
績
と
課
外
活
動
な
ど
を
含
め
九
、

そ
の
他
の
要
素
の
評
価
を
基
に
し
て
、
学
生
を
選
考
し
ま
す
。
あ
る
州
で
は

公
青
校
の
卒
業
生
に
は
そ
の
州
の
州
立
大
学
に
入
学
す
る
権
利
を
自
動
的

に
与
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
学
に
入
り
ま
す
と
学
期
末
の
み
で
な
く
学

期
中
に
も
多
く
の
試
験
が
あ
り
、
多
く
の
学
生
た
ち
が
一
年
の
問
に
大
学
を

や
め
て
ゅ
き
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
同
嘉
で
は
、
学
生
が
多
く
の
コ
ー
ス

を
落
と
し
て
も
、
在
学
期
問
が
八
年
に
な
る
ま
で
は
、
何
回
も
繰
り
返
し
て

コ
ー
ス
を
と
り
、
卒
業
に
必
要
な
単
位
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
多
く

の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
こ
う
し
九
寛
容
性
を
不
思
謬
思
っ
て
い
ま
す
。

他
の
相
述
点
1
桜
域
に
お
け
る
細
分
化
の
問
題
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の

大
学
で
は
、
法
律
・
医
学
・
建
築
な
ど
の
領
域
で
は
、
大
学
の
四
年
の
課
程

を
終
え
て
、
さ
ら
に
専
門
的
研
究
・
訓
練
を
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
院
畢

ぷ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
科
日
に
つ
い
て
は
、

大
学
の
四
年
の
課
程
で
あ
っ
た
と
し
て
あ
ま
り
た
く
さ
ん
の
コ
ー
ス
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
と
し
て
言
え
る
こ
と
の
一
つ
は
、
日
本
に
比

べ
る
な
ら
ア
メ
リ
カ
の
方
が
は
る
か
に
多
く
の
大
学
院
の
学
生
が
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
大
学
と
い
う
こ
と
ば
も
、
一
つ
な
い
し
は
複
数
の

大
学
院
を
有
す
る
機
関
を
指
し
て
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

伺
志
社
で
は
、
最
近
学
生
と
教
授
陣
の
国
際
交
流
を
は
か
る
よ
う
に
検
討

か
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
と
他
の
国
ぐ
に
の
教
育
制
度
が
違
う
九
め

に
、
当
然
い
く
つ
か
の
困
難
な
点
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
多
く
の
点
は
克
服
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
そ
の
数

は
あ
ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
で
に
同
志
社
に
は
外
国
か
ら
の
留
学

生
か
い
ま
す
。
ま
た
、
外
国
か
ら
同
志
社
に
来
て
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
人
も

い
ま
す
。
今
日
の
世
界
で
は
、
一
つ
の
国
か
ら
他
の
国
に
行
く
こ
と
が
わ
ず

か
数
時
問
、
あ
る
と
き
は
数
十
分
で
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
時
代
に
あ
っ
て
、
同
志
社
を
も
っ
と
国
際
的
な
大
学
と
す
る
た
め
に
は
ど

、
つ
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
0

一
憂
の
問
題
が
、
ま
ず
克
服
さ
れ
る
べ
き
最
も
難
し
い
問
題
で
あ
り
ま

す
。
四
年
問
の
大
学
の
研
修
の
九
め
に
は
、
日
本
語
の
修
得
が
必
要
で
あ
り

ま
す
。
国
際
基
督
教
大
学
で
は
、
日
本
語
を
習
得
し
九
こ
と
の
な
い
外
国
人

の
学
生
は
、
最
初
の
一
年
問
に
集
中
的
に
日
本
湾
勉
強
を
し
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、
日
本
の
学
生
た
ち
は
、
一
年
問
英
語
の
勉
強
を
集
中

的
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
原
則
と
し
て
は
、
外
国
人
学

生
は
日
本
雫
コ
ー
ス
を
と
り
、
日
本
人
学
生
は
+
詣
で
も
コ
ー
ス
を
と
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
い
六
い
こ
の
試
み
は
う
ま
く
い

つ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
全
く
問
題
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
比
較
的
高

い
水
準
の
国
際
化
が
翁
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

同
志
社
が
い
ま
す
ぐ
こ
う
し
た
国
際
化
の
水
譜
到
逑
し
う
る
と
は
思
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
集
中
的
な
翠
研
修
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ア
メ
リ
カ
で
も

*
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よ
い
成
果
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
れ
を
外
国
人
学
生
な
ら
び
に
日
本
人

の
学
生
に
適
応
し
て
み
る
こ
と
は
考
慮
に
価
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
同
志

社
が
上
智
大
学
の
よ
う
に
特
定
の
国
際
学
部
を
設
け
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
も

う
と
多
く
の
コ
ー
ス
が
英
語
で
開
設
さ
れ
、
あ
る
い
は
英
語
で
馨
の
学
習

指
導
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
レ
ホ
ー
ト
も
英
語
で
書
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う

延
な
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
九
つ
の
大
学
が
協
力
し
て
行
っ
て
ぃ
る
A
 
K
 
P

(
ン
誘
§
区
叉
岩
ぢ
「
3
伽
崔
ヨ
)
で
は
、
二
十
人
の
学
生
た
ち
が
一
年

間
同
志
社
に
学
び
、
教
授
た
ち
の
指
導
の
下
に
、
日
本
の
歴
史
、
文
学
、

芸
術
な
ど
に
つ
い
て
の
コ
ー
ス
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
コ
ー
ス
は
、

同
志
社
の
教
授
た
ち
に
ょ
っ
て
英
語
で
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
学
生

た
ち
は
、
同
志
社
で
学
ん
だ
成
績
は
彼
ら
に
必
要
な
卒
業
単
位
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 
A
K
P
の
学
生
九
ち
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

同
志
社
の
一
般
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
同
志

社
大
学
外
国
人
留
学
生
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
同
志
社
大
学

の
一
般
の
学
生
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
、
一
学
期
に
一
つ
ぁ
る
い
は
二
つ
の
コ

ー
ス
を
と
っ
て
、
共
に
学
ぴ
あ
い
、
相
亙
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
望
ま
れ

て
い
ま
す
0
 
そ
の
よ
う
な
コ
ー
ス
は
、
英
語
と
日
本
語
の
二
つ
の
系
を
使

つ
て
な
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
学
生
九
ち
は
、
そ
れ
ら
の
言

葉
で
じ
ゅ
う
ぷ
ん
に
表
現
す
る
こ
と
は
難
し
く
て
も
、
聴
い
て
理
解
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

同
志
社
は
、
さ
ら
に
、
同
志
社
の
学
生
九
ち
が
外
国
で
勉
強
し
た
場
合
に

単
位
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
同
志
社
大
学
に
学
ぷ

す
べ
て
の
学
生
た
ち
は
、
二
回
生
を
終
え
る
段
階
で
は
、
少
な
く
と
も
八
年

間
英
語
の
勉
強
を
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一
年
間
の
海
外
χ

お
け
る
留
学
の
機
会
を
与
え
る
な
ら
ぱ
、
必
ら
ず
よ
い
結
果
を
も
た
ら
す
と

思
い
ま
す
。
今
日
の
制
度
で
は
、
海
外
に
智
学
し
て
も
、
そ
こ
で
得
た
単
位

を
同
志
社
大
学
は
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
同
志
社
か
A
K

P
の
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
海
外
の
大
学
と
交
流

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
り
、
履
修
し
た
単
位
を
認
め
あ
う
よ
う
に
は
か
る
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
0
 
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
困
雌
な
問
題
も
あ
る

と
思
い
ま
す
0
 
し
か
し
、
同
志
社
は
そ
れ
ら
を
克
服
し
て
、
国
際
交
流
を
す

す
め
て
ゅ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

今
日
、
同
志
社
大
学
で
は
国
際
交
流
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
外
国
か
ら
の

留
学
生
た
ち
を
大
学
院
に
お
い
て
も
、
ま
九
四
年
間
の
大
学
の
課
程
に
お
い

て
も
受
け
入
れ
る
よ
う
に
準
備
し
て
い
ま
す
。
も
し
も
、
読
書
の
指
導
や
レ

ポ
ー
ト
や
試
験
が
、
英
語
ま
九
は
他
の
外
国
語
で
な
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
国
際

交
流
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
促
進
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
国
際
交
流
に
ょ
っ
て

う
け
る
利
益
は
、
規
則
に
多
少
の
例
外
を
設
け
る
こ
と
に
ょ
っ
て
失
う
も
の

よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
同
豆
は
有
能
な
外
国
人
学
生
が

学
ぷ
の
に
魅
力
あ
る
大
学
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
か

ら
来
た
学
生
た
ち
は
、
口
本
語
を
学
ぷ
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
0
 
し
か
し
、
同
志
社
は
進
ん
で
彼
ら
を
迎
え
る
努
力
を
な
す
べ
き
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
同
志
社
は
、
世
界
中
か
ら
優
れ
た
人
材
を
求
め
て
ょ
い
教
授
を

そ
ろ
え
る
よ
う
に
、
努
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
英
国
な
ら
び
に
米
国
の

大
学
の
特
色
の
一
つ
は
、
世
界
中
か
ら
最
も
優
れ
た
諦
や
学
者
た
ち
を
招

い
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
必
ず
し
も
、
彼
ら
の
す
べ
て
は
英
語
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に
九
ん
の
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
専
門
の
領
域
に
お
い
て

は
、
学
生
や
教
師
た
ち
と
憙
の
疎
通
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
研
究

や
教
育
の
課
程
に
非
常
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
ま
す
0
 
こ
の

よ
う
な
教
授
陣
の
国
際
交
流
は
、
日
本
と
い
う
文
化
の
発
達
し
た
国
に
あ
る

優
れ
た
大
学
の
一
つ
で
あ
る
同
志
社
大
学
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

今
日
で
も
、
器
倫
誰
だ
い
た
い
理
解
し
う
る
日
本
の
学
生
た
ち

.
)
、

か
、
か
な
り
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
も
し
、
彼
ら
が
そ
の
領
域
に
お
け

る
最
も
優
れ
た
学
者
倫
義
を
き
く
よ
う
に
な
る
な
ら
ぱ
、
学
生
た
ち
は
刺

激
を
受
け
、
実
力
が
増
進
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
日
、
英
語
は
国
際
誓
な
っ
て
い
ま
す
が
、
学
生
た
ち
は
英
雫
野

こ
と
は
か
な
り
で
き
て
も
、
英
語
を
用
い
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
に

英
詔
に
ょ
っ
て
お
五
い
に
意
疎
辿
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
す
0

多
く
の
国
々
の
学
者
た
ち
は
、
短
期
問
で
あ
れ
、
長
期
の
滞
在
で
あ
れ
、
ロ

本
に
来
る
こ
と
に
大
き
な
魅
力
を
感
じ
て
い
ま
す
。
京
都
と
い
う
古
い
日
本

の
文
化
の
中
心
に
あ
る
大
学
と
し
て
、
同
志
社
は
そ
の
能
力
を
遺
憾
な
く
発

揮
し
て
、
真
の
国
俗
な
大
学
を
形
成
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
障
害
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
同

志
社
が
勇
気
を
も
っ
て
そ
れ
ら
を
克
服
し
、
第
二
世
紀
を
迎
え
、
名
実
と
も

に
特
色
の
あ
る
国
際
的
な
大
学
と
な
る
よ
う
に
祈
っ
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。

五
0
0
円

三
0
0
円

八
五
0
円

0
0
0
円

0
0
0
円

六
0
0
円

七
0
0
円

同
志
社
関
係
出
版
物

新
島
襄
(
岡
本
清
一
著
)
同
志
社
大
学
出
版
部

新
島
襄
(
魚
木
忠
一
著
)

0

新
島
襄
の
生
涯
(
北
垣
宗
治
訳
)
小
学
館

回
顧
七
十
七
年
(
大
塚
節
治
著
)
同
朋
舎
六
、

髪
の
謬
(
岩
崎
泰
男
訳
)
同
志
社
大
学
出
版
部
一

、

同
志
社
歳
時
記
(
生
島
吉
造
・
松
井
全
編
)
 
0

0
 
(
続
)

0

同
志
士
戸
学
設
立
の
部
愈
薪
島
妻
学
校
法
人
同
志
社
一
0
0
円

同
志
社
九
十
年
小
史
(
社
史
々
料
編
集
所
編
)
 
0
 
三
、

0
0
0
円

同
志
社
歌
集

五
0
0
円

ウ

新
島
襄
書
簡
集
(
編
者
代
表
・
住
谷
悦
治
)
岩
波
書
店

一
立
 
0
円

同
志
社
で
話
し
た
こ
と
書
い
た
こ
と

(
久
永
省
一
著
)

洛
北
書
房

七
五
0
円

写
真
集
「
同
志
社
一
0
0
年
」
(
学
校
法
人
同
志
社
)

豪
華
上
製
本
(
三
、
0
0
0
円
)
・
並
製
本
(
九
、
0
0
0
円
)

写
真
集
「
同
志
社
1
そ
の
一
 
0
0
年
の
あ
ゆ
み
」
(
学
校
法
人
同
志
社
)

上
製
本
(
一
、
二
0
0
円
)
・
並
製
本
(
七
0
0
円
)

1
送
料
は
別
1

取
扱
・
同
志
社
収
益
事
業
課

(
大
学
文
学
部
教
授
・
二
十
世
紀
丁
メ
リ
カ
小
説
研
究
)

(
訳
・
竹
中
正
夬
)
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て
之
1
<

K
 
・
P
と
同
志
社
の
国
際
性

A
.

<
<

(
<

<
<
(

<

同
志
社
の
今
出
川
キ
ャ
ン
。
ハ
ス
お
よ
び
そ
の
付

近
で
は
、
二
十
歳
前
後
の
外
国
人
を
よ
く
見
か
け

る
。
六
ぷ
ん
、
そ
の
人
々
は
伺
志
社
大
学
の
A

K
 
・
 
P
の
学
生
で
あ
ろ
う
。
 
A
 
.
 
K
 
.
 
P
と
は
い

つ
九
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
 
A
 
・
 
K
 
.
 
P
と
は
、

ン
甥
0
0
冒
岳
区
ズ
一
又
0
 
則
3
伽
益
ヨ
の
頭
文
字
を
と

つ
九
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
の
九
つ
の
大
羊
組
織

さ
れ
た
団
体
で
、
同
寿
大
学
の
協
力
を
得
て
、

毎
年
二
十
四
、
五
名
の
貿
丞
を
同
志
社
大
学
に

送
り
、
こ
こ
で
日
本
語
や
、
日
本
に
関
係
の
あ
る

課
目
を
勉
強
さ
せ
る
機
準
あ
る
。
九
つ
の
大
学

は
、
ア
ー
モ
ス
ト
、
カ
ー
ル
ト
ン
、
コ
ル
、
ヒ
ー
、

<

<

<
<
<

下
忠
規

山

(

コ
ネ
一
プ
イ
カ
ッ
ト
、
マ
ウ
ン
ト
ホ
ー
リ
ヨ
ー
ク
、

オ
バ
リ
ン
、
ウ
ェ
ス
レ
ア
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

諸
大
学
で
、
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
小
大
学
の
名
門

校
で
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
学
生
の
集
う
大
学
で

あ
る
。
こ
の
九
大
学
の
教
授
の
中
か
ら
A
 
.
 
K

P
の
所
長
が
選
ぱ
れ
る
。
今
年
は
マ
ウ
ン
ト
ホ
ー

リ
ヨ
ー
ク
に
そ
の
番
が
回
っ
て
い
る
。

A
 
・
 
K
 
・
 
P
に
対
し
て
同
森
大
学
側
は
、
大

い
な
る
理
解
を
示
し
、
で
き
る
限
り
の
協
力
を
し

て
い
る
。
同
志
社
大
学
の
教
授
郁
驫
R
の
中
に

も
、
こ
れ
ら
九
大
学
に
倒
学
し
た
人
々
の
多
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
中
心
に
し
て
、

歴
史
的
>

最
善
の
受
け
入
れ
体
制
を
作
っ
て
い
る
。

な
由
緒
の
深
い
ク
ラ
ー
ク
館
に
A
 
.
 
K

P

務
所
を
与
え
、
咋
年
か
ら
は
教
務
部
学
事
課
に
国

際
係
を
設
け
、
大
学
の
事
務
関
係
の
窓
口
を
作
っ

て
い
る
。
同
志
社
の
学
生
も
、
今
の
と
こ
ろ
は
全

く
個
人
の
知
り
合
い
を
通
じ
て
で
は
あ
る
が
、

A
・
K
・
P
の
学
生
と
深
い
友
人
関
係
を
結
び
、

英
語
、
日
本
語
の
交
換
教
授
と
か
、
ク
ラ
ブ
活
動

や
同
好
会
等
を
通
じ
て
交
友
を
深
め
て
ぃ
る
。

A
 
・
 
K
 
・
 
P
の
学
生
の
大
部
分
は
、
日
本
の
家

庭
に
同
居
さ
せ
て
も
ら
う
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ー
ム
ス

テ
ィ
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
分
野
で
は
、
大
学
の

み
な
ら
ず
、
高
校
、
中
学
の
卒
業
生
お
よ
び
父
兄

の
か
九
が
た
が
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
協
力
を
惜
し

ん
で
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
A
・
K
・
P
の
同
志
社
に
お
け
る

存
在
は
、
同
志
社
の
国
際
性
に
な
ん
ら
か
の
寄
与

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
機
動
力
と
な
る

も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
将
手
短
に
感
ぜ
ら
れ

る
の
は
;
語
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
同
志
社
の
国

祭
性
と
い
う
も
の
は
、
創
等
を
始
め
と
し
て
主

と
し
て
英
語
の
た
ん
の
う
な
人
々
に
ょ
っ
て
築
き

上
げ
ら
れ
て
き
九
。
現
在
で
は
英
製
育
の
普
及

Σ
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と
海
外
旅
行
の
簡
易
さ
も
あ
っ
て
、
同
志
社
内
で

英
語
に
不
白
由
を
感
じ
な
い
人
も
多
く
な
り
、
こ

れ
ら
の
人
々
が
国
際
交
流
の
た
め
に
貢
献
し
て
い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
性
と
そ

の
基
礎
に
な
る
国
際
文
化
交
流
と
い
う
も
の
は
、

英
語
の
九
ん
の
う
さ
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。

A
 
・
 
K
 
・
 
P
の
学
生
は
日
本
湧
勉
強
の
た
め

全
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
半
分
以
上
を
費
や
し
、

、

に多
く
の
者
が
日
本
聖
達
を
留
学
生
活
の
最
高
目

標
と
し
て
い
る
。
中
に
は
、
日
本
雫
ほ
と
ん
ど

何
で
も
事
が
す
む
ば
か
り
か
、
か
な
り
難
解
な
も

の
ま
で
理
解
で
き
る
人
も
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら

全
部
が
、
日
本
語
で
何
で
も
用
が
足
り
る
と
し
て

も
、
事
実
、
そ
こ
ま
で
は
速
い
器
が
あ
る
の
だ

そ
れ
で
彼
ら
の
国
際
交
流
の
目
的
釜
せ
ら

が
、れ

た
の
で
は
な
い
。
九
し
か
に
、
英
延
口
本
語

の
交
換
教
授
の
よ
う
な
も
の
を
通
じ
て
お
互
い
を

利
用
し
合
い
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し

れ
な
い
深
い
友
怡
関
係
の
可
能
性
を
み
つ
め
る
こ

と
は
よ
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
同
志
社
の
国
際
性

と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
も
の
よ
り
ず
っ
と
高
い

ぱ
な
ら
な
い
。

ち
ょ
う
ど
、
赤
子
の
、
言
菜
に
な
っ
て
い
な
い

声
を
、
親
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
墓

以
前
に
心
が
あ
る
。
そ
し
て
心
が
あ
る
と
こ
ろ
に

は
必
ず
一
暴
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
又
、

一
方
、
一
墓
は
で
き
て
も
何
も
勉
強
し
て
こ
な
か

つ
九
学
生
が
白
紙
の
答
案
し
か
出
せ
な
い
よ
う

)し

に
、
:
暴
以
前
に
思
想
が
あ
り
、
感
惰
が
あ
る
。

そ
し
て
思
想
と
感
惰
が
あ
る
所
忙
は
必
ず
一
暴
が

生
ま
れ
、
討
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

こ
で
生
ま
れ
左
暴
嘉
が
文
化
と
な
り
、
多
く

の
暴
、
多
く
倫
が
あ
れ
ば
、
閏
然
に
困
際
文

化
交
流
が
生
ま
れ
て
く
る
。

一
'
暴
と
曹
多
様
性
を
思
う
と
き
、
国
際
性
と

い
う
も
の
は
日
米
交
流
だ
け
で
は
な
い
こ
と
も
伺

時
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 
A
 
・
 
K
 
・
 
P
は
た
し

か
に
ア
メ
リ
カ
の
九
大
学
で
あ
り
、
同
志
社
は
口

本
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
Π
米
交
流
が
主
流
で
あ
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
の
視
野
は
も

つ
と
広
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
事
突

現
在
の
A
 
・
 
K
 
・
 
P
の
学
生
の
中
に
も
、

と
こ
ろ
に
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
あ
ゑ
、
謙
で
勉
強
し
た
議
も
あ
り
、
独
・
仏
・

<
は
、
も
っ
と
ず
っ
と
基
木
的
な
と
こ
ろ
に
な
け
れ
に
か
な
り
た
ん
の
う
な
人
も
い
る
。

て
>
§
ゞ
く
で
ー
え
ー
ー
<
之
(
ー
)
(
)
§
(
>
{
>
§
§
イ
ー
ー
之
ξ
{

の
学
生
の
多
く
は
、
日
本
の
専
円
家
に
な
る
た
め

に
来
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
大
学
一
般
教
養
課

自
の
一
環
と
し
て
日
本
の
こ
と
を
学
ん
で
い
る
の

で
あ
る
口
本
に
来
て
学
ぷ
こ
と
に
ょ
っ
て
、
人

類
全
般
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
彼
ら
の
門
的
で

あ
る
。
同
志
社
側
と
し
て
も
、
留
学
生
は
A
 
・
 
K

P
に
限
ら
ず
、
広
く
枇
界
中
か
ら
来
て
も
ら
い

た
い
し
、
そ
の
体
制
を
作
り
た
い
。
こ
と
に
ア
ジ

ア
の
近
風
か
ら
の
詔
学
生
に
は
か
な
り
注
Π
し
て

い
る
。
こ
こ
に
も
言
語
の
周
超
は
あ
る
し
、
そ
れ

以
上
に
世
界
政
治
の
権
力
関
係
が
障
害
と
な
る
。

こ
こ
で
も
人
周
の
心
と
詩
と
禦
本
的
な
国
際
性

の
鍵
で
あ
ろ
う
0
 
ケ
ネ
デ
ィ
ー
大
籍
が
ア
ー
モ

ス
ト
大
学
で
し
た
演
説
が
思
い
出
さ
れ
る
。

h
 
州
 
L
 
(
A
 
.
 
K
 
.
P
所
長
、
マ
ウ
ン
ト
ホ
ー
リ
ョ
ー
ク
大
学
教
授
)

欧
州
て
ー
ハ

権
力
が
人
冏
を
微
恨
に
導
く
時
、
詰
は
人
周

に
向
d
の
限
り
を
思
は
し
め
る
。
権
力
が
人
冏
の

関
心
の
領
域
を
せ
ま
く
す
る
時
、
江
人
周
に
h

己
の
存
在
の
豊
か
さ
と
多
様
性
と
を
思
は
し
め

る
0
』

<

S
s
f
 
/
ー
<
<
<
.
<
<
く
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梅
園
.
年
の
ク
み
と
ロ
キ
,
社

梅
花
学
園
は
、
明
治
十
一
年
二
八
七
八
)
一
月
七
日
梅
花
女
学
校
と
し
て

大
阪
土
佐
堀
で
開
校
式
を
行
っ
て
以
来
、
今
年
で
満
百
年
を
迎
え
た
。
梅
花

女
学
校
開
校
は
、
当
初
、
京
阪
神
に
一
つ
ず
つ
女
学
校
を
開
設
し
九
い
と
の

ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
宣
教
師
九
ち
の
喬
も
そ
の
設
立
動
機
に
反
映
さ
れ

て
は
い
る
が
、
な
に
ょ
り
も
大
阪
の
会
衆
派
教
会
で
あ
る
梅
本
町
公
会
(
大

阪
教
会
、
明
治
七
年
設
立
)
と
、
浪
花
公
会
(
同
一
0
年
設
立
)
の
会
員
に
ょ
っ
て
、
子

女
の
九
め
の
教
育
機
関
と
し
て
創
立
さ
れ
九
の
で
あ
る
。
創
立
の
中
心
人
物

き
わ
や
ま
佳
1
ろ

は
、
浪
花
教
会
牧
師
洲
山
傑
羅
、
宜
教
師
H
 
・
 
H
 
・
レ
ビ
ッ
ト
、
浪
花
教
会

員
前
神
醇
一
、
同
成
瀬
仁
蔵
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
日
本
の
教

会
は
日
本
人
の
手
で
運
営
さ
れ
、
そ
の
経
賓
も
日
本
人
に
ょ
っ
て
賄
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
白
給
諭
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
同
じ
会

衆
派
教
会
に
関
係
す
る
に
し
て
も
、
神
戸
英
和
女
学
校
(
神
戸
女
学
院
)
は
ア
メ

ぽ
う

リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
直
営
、
黒
社
は
自
治
を
標
楞
し
つ
つ
も
新
島
嬰
を
媒

介
に
し
て
ボ
ー
ド
資
金
を
得
て
の
運
営
、
そ
し
て
梅
花
は
宣
教
師
の
派
蛋
を

得
九
の
み
の
自
治
・
自
給
の
学
校
と
し
て
、
三
者
三
様
の
運
営
形
態
を
採
っ

九
の
で
あ
る
。
沢
山
保
羅
は
、
教
会
も
、
学
校
も
、
ま
た
同
十
一
年
設
立
の

日
本
基
督
伝
道
会
社
雪
時
の
会
衆
派
教
会
が
連
合
し
て
伝
道
に
当
九
る
桜
関
)
も
独

立
自
給
の
方
針
を
貨
こ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
は
彼
の
純
粋
な
信
仰
か
ら
出
た

決
断
で
あ
っ
た
。

梅
花
女
学
校
(
以
下
女
学
校
と
い
、
3
 
は
、
開
設
早
々
経
営
難
に
見
錘
わ
れ
、

借
家
を
転
々
と
し
た
り
、
存
廃
の
危
機
に
勘
度
か
遭
遇
し
た
が
、
こ
の
女
学

校
を
支
え
九
の
は
、
大
阪
、
浪
花
に
加
え
、
後
に
登
さ
れ
た
天
満
面
十
二

年
設
立
)
、
島
之
内
倫
十
五
年
設
立
)
の
諸
教
会
か
ら
の
物
心
両
而
の
支
援
で
あ

つ
九
。
教
会
合
同
の
祈
侍
会
、
親
睦
会
の
た
び
に
女
学
校
へ
の
献
金
が
募
ら

れ
、
信
徒
の
最
も
敬
愛
す
る
指
導
者
沢
山
保
羅
を
校
長
(
在
任
伺
十
六
1
二
0

年
)
と
し
て
仰
ぎ
、
女
学
校
は
そ
の
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
。
沢
山
校
長
時

代
か
ら
明
治
二
0
年
代
に
か
け
て
は
、
建
物
も
教
育
的
内
容
も
充
実
し
、
伝

道
会
や
共
励
会
等
の
キ
リ
ス
ト
教
活
動
や
、
文
芸
活
動
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

茂

義
樹
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後
者
で
は
雑
芭
梅
花
余
香
」
が
発
刊
同
三
亙
)
さ
れ
、
そ
の
後
黒
を

発
展
さ
せ
、
同
志
社
、
神
戸
英
和
等
の
女
学
校
を
加
え
、
文
兼
誌
「
つ

ぼ
美
」
が
刊
行
(
同
二
三
年
発
刊
)
さ
れ
る
に
至
っ
九
。

創
轟
か
ら
明
治
末
ま
で
の
女
学
校
は
、
教
会
と
と
も
に
歩
む
学
園
で
あ

つ
九
。
沢
山
保
羅
の
没
後
、
校
長
は
大
阪
教
会
牧
師
宮
川
経
輝
(
在
任
明
治

'

二
0
1
二
五
年
)
、
天
満
教
会
牧
師
三
宅
荒
毅
(
伺
=
五
1
二
七
、
二
九
1
三
五
)
、
成

封
き
だ

瀬
仁
蔵
(
同
二
七
1
二
九
年
)
、
天
満
教
会
牧
師
長
田
時
行
(
同
三
六
1
四
四
が
歴

任
し
九
。
彼
ら
は
成
瀬
(
彼
も
按
手
礼
を
受
け
て
は
い
る
が
)
を
除
い
て
は
す
べ
て

同
志
社
出
身
の
牧
師
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
教
会
を
牧
し
つ
つ
校
長
を
務
め

九
。
ま
た
、
彼
ら
は
日
本
基
督
伝
道
会
社
の
委
員
ま
た
は
社
長
で
あ
り
、
大

阪
基
督
教
青
年
会
(
Y
M
C
A
)
や
共
励
会
を
起
こ
し
、
ま
九
運
営
し
九
。
彼

ら
は
キ
リ
ス
ト
教
界
の
偉
大
な
り
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
彼
ら
の
指
導
に
ょ
っ
て

女
学
校
は
保
守
反
動
期
の
響
苦
難
を
も
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

え
よ
う
。
一
時
女
学
校
の
迩
営
主
体
(
理
事
会
)
を
大
阪
教
育
社
(
明
治
ニ
ニ
ー
三

二
年
、
社
長
本
問
玉
慶
↓
前
神
醇
一
↓
宮
川
経
如
)
と
称
し
九
が
、
こ
の
ね
ら
い
は

単
に
梅
花
の
み
な
ら
ず
、
他
の
教
育
機
関
の
述
営
も
行
お
う
と
の
試
み
の
よ

う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
列
子
校
泰
西
姦
(
設
立
明
治
十
八
年
、
廃
校
同
三
一
年
)

を
、
梅
花
と
と
も
に
運
営
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
九
と
も
批
測
さ
れ
る
。

沢
山
の
一
番
弟
子
で
あ
っ
た
成
瀬
姦
は
、
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
国
後

女
学
校
の
校
長
に
迎
え
ら
れ
九
が
、
女
子
大
学
登
慧
を
発
表
し
、
教
育

社
と
女
学
校
、
教
会
の
贅
同
を
得
ら
れ
ず
、
校
長
を
辞
し
東
京
へ
去
っ
九
。

明
治
四
四
年
、
女
学
校
は
校
長
を
伊
庭
菊
次
郎
に
委
嘱
し
九
。
伊
庭
は
以

後
四
0
年
近
く
屈
和
二
四
年
ま
で
在
任
校
長
を
務
め
、
こ
の
閻
に
梅
花
女
学

校
の
性
格
は
大
き
く
改
変
し
九
。
良
く
も
悪
く
も
創
立
以
来
の
教
会
と
の
関

係
は
改
革
さ
れ
、
純
然
た
る
教
育
機
関
と
し
て
の
存
立
が
中
兪
題
と
な
っ

た
。
伊
庭
は
同
志
社
卒
業
後
牧
会
に
当
九
っ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
東
京
高
等

器
学
校
を
卒
業
、
各
地
の
中
学
校
教
諭
を
歴
任
し
、
梅
花
に
招
か
れ
た
の

で
あ
る
。
伊
庭
は
梅
花
の
教
育
の
制
度
的
充
実
に
碧
手
し
、
高
等
女
学
校

矣
正
一
年
)
、
女
子
専
門
学
校
矣
正
士
年
)
を
開
設
し
、
女
学
校
を
廃
止
し

ノ
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九
。
当
時
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
は
、
勅
令
一
一
二
旦
冬
女
学

校
令
お
よ
び
文
響
訓
令
十
二
号
(
い
ず
れ
も
明
治
一
三
一
年
窕
令
)
に
ょ
る
宗
教
教

育
禁
止
条
項
の
た
め
、
斈
校
産
琴
女
裳
に
移
行
す
る
こ
と
を
拒
否
な

い
し
は
ち
ゅ
う
ち
ょ
し
、
建
学
倫
神
の
重
琵
の
方
を
選
び
と
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
伊
庭
は
あ
え
て
教
育
制
度
の
拡
充
を
選
び
、
キ
リ
ス
ト
教

教
育
は
、
放
課
後
の
伝
道
集
会
、
共
励
会
活
動
、
梅
花
數
会
の
登
凾
和
二

年
)
と
い
っ
た
代
替
処
置
を
設
け
た
り
、
法
人
を
梅
花
女
子
専
円
裳
(
キ
リ

ス
ト
教
主
菩
と
し
て
、
そ
れ
が
非
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
琴
客
袈
嘉
営

す
る
と
い
う
形
態
を
取
ら
せ
た
り
の
苦
心
を
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
学
校
は
建
学
の
地
土
佐
堀
を
校
地
狭
艦
の
ゆ
え
に
北
野
に
移
転

(
明
治
四
三
圧
し
、
同
地
が
湿
地
で
周
辺
が
工
場
地
稽
な
っ
九
こ
と
か
ら
、

さ
ら
に
耀
中
に
移
転
尖
正
十
五
毎
し
た
。
現
在
の
梅
花
に
百
年
の
誓
が
見

受
け
ら
れ
な
い
の
は
、
同
志
社
化
あ
る
よ
う
な
、
刑
設
期
の
校
地
や
建
物
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
一
因
が
あ
ろ
う
。
移
転
に
ょ
っ
て
財
政
は
極
度
に
惡

化
し
、
教
職
員
は
か
な
り
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
。
戦
前
の
梅
花
で
の
教
職
員

の
勤
続
年
数
が
極
端
に
短
い
の
も
、
経
際
的
勢
の
悪
さ
と
、
長
年
に
及
ぷ
伊

庭
体
制
に
起
閃
す
る
と
い
ぇ
よ
う
。

せ
っ
か
く
戦
火
を
免
が
れ
た
梅
花
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
0
年
の
失
火
に

よ
る
校
舎
被
災
は
、
戦
後
の
ス
タ
ー
ト
K
大
き
な
つ
ま
ず
き
と
な
っ
た
。
新

し
い
学
園
長
・
学
校
長
に
、
実
生
す
ぎ
(
栴
花
女
学
校
1
柳
戸
女
学
院
!
、
シ
ガ

ン
大
学
卒
業
。
郎
・
D
。
在
任
昭
和
二
四
1
三
一
年
)
を
迎
え
た
が
、
五
科
あ
っ
た

女
専
を
短
大
英
語
科
に
移
行
す
る
の
籍
一
杯
と
い
う
、
苫
し
い
新
制
へ
の

切
り
替
え
で
あ
っ
た
。
中
学
校
で
試
み
ら
れ
た
男
女
共
1
も
一
学
年
で
打
ち

切
ら
れ
た
0
 
(
同
窓
会
員
に
数
名
の
男
子
を
数
え
る
の
は
こ
の
九
め
で
あ
る
J

昭
和
三
一
年
に
は
同
喜
大
学
'
X
添
民
秋
重
大
郎
教
授
(
九
州
大
学
卒
芯

を
学
園
長
に
迎
え
、
遅
孔
ぱ
せ
な
が
ら
戦
後
の
復
興
期
に
入
っ
九
。
籍
校

企
や
フ
ー
ル
の
建
設
、
定
員
増
J
辱
嫩
が
行
わ
れ
、
三
九
作
に
は
茨
木
の

地
に
念
願
の
女
十
大
学
が
開
設
さ
れ
た
。

昭
和
四
一
年
に
元
同
志
社
女
子
大
学
片
桐
哲
学
長
が
学
園
長
に
就
任
し
た

こ
の
こ
ろ
よ
り
建
物
新
築
等
に
ょ
る
偕
財
に
追
わ
れ
、
〕
雨
財
政
は
急

が
、

激
に
恕
化
し
、
昭
和
四
五
年
に
は
財
獅
理
晋
県
叺
か
ら
経
済
危
機
に
兄
獅

わ
れ
た
こ
と
は
記
彬
新
し
い
。
教
畷
員
繍
ぢ
の
カ
ッ
ト
や
遅
配
、
予
算

の
執
行
停
止
の
中
で
教
育
、
研
究
活
動
を
続
け
つ
?
再
建
委
貝
会
を
組
織

し
、
自
ら
の
学
園
の
経
営
に
山
た
ろ
う
と
し
九
。
翌
年
、
大
阪
初
芝
学
園
柳

泰
胤
校
長
に
経
営
助
力
を
仰
ぎ
、
再
鮮
血
に
臨
ん
だ
。
こ
の
時
期
に
、
教

職
員
は
自
制
、
忍
耐
、
そ
し
て
白
治
の
能
力
を
も
閻
わ
れ
た
。
各
学
校
は
独

白
に
学
校
艮
を
感
き
、
あ
る
い
は
附
し
、
各
宰
人
的
、
制
・
偕
希
か

な
さ
れ
た
。

昭
和
四
八
年
に
は
上
野
+
最
瑞
長
・
学
園
長
の
勍
任
を
迎
え
、
以
来
教

育
活
動
の
充
実
朔
に
入
り
、
学
砧
、
,
簣
増
、
大
学
院
開
設
業
将
来
を

冴
慮
し
つ
つ
快
重
に
突
施
さ
れ
、
教
高
、
経
需
に
希
望
を
持
ち
つ
つ
百

年
を
迎
え
る
に
.
金
っ
た
。

呪
在
は
幼
禽
か
ら
中
学
、
高
校
短
大
、
大
学
、
大
学
院
ま
で
学
生

範
数
四
、
三
一
三
名
、
教
職
員
二
四
三
名
の
巾
規
模
の
学
園
と
し
て
、
女

子
教
育
の
現
代
的
意
義
や
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
可
能
性
と
か
、
特
徴
あ
る

教
育
活
動
の
あ
り
方
を
問
い
つ
つ
、
二
百
年
を
め
ざ
し
て
歩
も
う
と
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
三
四
名
の
同
志
社
人
が
与
え
ら
れ
た
任
務
に
励
ん
で
い
る
。

(
昭
和
三
十
八
年
大
学
院
神
学
研
究
科
修
了
、
梅
花
知
期
大
学
助
教
授
)

、1耻^肌1^ー,'.^"1^"1^1"ー.^"1r^1"ー^111-ーー1Ⅱ^↓"^111^'11デ.^111戸^1"デー^1"^r"^^111r-^1"r.ー"1"^1"ー、."1"゛^帥

46


